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ド
イ
ツ
の
哲
学
者
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
二
四
ヨ
ロ
田
の
己
の
、
晒
昌
舅
宅
‐

一
コ
。
）
は
、
日
本
人
訪
問
客
（
ド
イ
ツ
文
学
研
究
者
手
塚
富
雄
）
と

の
間
で
一
九
五
四
年
三
月
末
頃
に
交
わ
さ
れ
た
対
談
を
機
縁
と
し

て
、
日
本
の
哲
学
者
九
鬼
周
造
（
］
巽
函
‐
一
翼
】
）
へ
の
回
想
を
中
心
と

す
る
対
話
篇
「
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
対
話
」
（
１
）
を
著
し
て
い
る
。
そ

こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
こ
と
ば
」
の
本
質
に
思
索
を
凝
ら
し
な
が
ら
、

異
文
化
理
解
に
つ
い
て
重
要
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。

九
鬼
は
、
一
一
度
目
の
ド
イ
ツ
滞
在
期
間
中
（
一
九
二
七
‐
一
一
八
年
）

に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
三
四
３
口
祠
）
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ

が
、
時
折
夫
人
を
連
れ
て
彼
の
自
宅
を
訪
ね
、
「
い
き
」
に
つ
い
て
語

和
辻
哲
郎
の
哲
学
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
題
提
起

り
合
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
い
き
」
に
関
し
て

は
た
だ
漠
然
と
感
じ
取
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

九
鬼
が
「
い
き
」
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
概
念
と
論
理
を
用

い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
危
険
を
感
じ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。

「
い
き
」
と
い
う
日
本
の
芸
術
と
文
芸
に
本
質
的
な
も
の
を
東
ア
ジ
ア

の
思
考
と
は
根
本
か
ら
異
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
美
学
的
考
察
方
法
」

の
助
け
を
借
り
て
「
言
お
う
」
と
す
る
九
鬼
の
試
み
そ
の
も
の
が
、

事
柄
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
か
え
っ
て
隠
蔽

す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
危
倶
し
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
日
本
人
が
自
分
の
伝
統
を
語
る
の
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
哲
学
の
概
念
や
論
理
を
な
ぜ
必
要
と
す
る
の
か
、
と
問
う
こ
と
か

ら
こ
の
対
話
の
口
火
を
切
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
対
話
の
相
手
で
あ

る
日
本
人
は
、
日
本
の
研
究
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
由
来
す
る
概
念
や

星
野
勉
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思
考
を
補
助
手
段
と
す
る
の
は
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
出
会
い
以

来
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
概
念
規
定
や
表
現
に
お
け
る
暖
昧

さ
と
い
う
日
本
語
の
「
非
力
さ
（
己
弓
の
目
・
侶
呂
）
」
が
そ
う
さ
せ
る

の
で
あ
る
、
た
と
え
そ
れ
が
世
界
を
席
巻
し
て
い
る
現
代
の
欧
化
主

義
、
す
な
わ
ち
、
一
切
を
対
象
化
し
、
客
体
化
し
て
主
体
の
制
圧
下

に
置
こ
う
と
す
る
、
そ
れ
は
そ
れ
で
危
険
な
技
術
化
へ
の
同
化
の
方

向
で
あ
っ
て
も
、
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
返
答
し
て
い
る
。

こ
れ
を
う
け
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
諸
対
象
を
明
確
に
秩
序
づ
け
て
、

そ
れ
ら
の
相
互
の
間
の
関
係
を
表
象
す
る
ぺ
き
、
限
定
す
る
力
」
（
２
）

を
欠
く
と
い
う
「
非
力
さ
」
な
る
も
の
が
は
た
し
て
本
当
に
日
本
語

の
「
欠
陥
」
な
の
か
、
む
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
概
念
や
思
考
の

あ
と
を
追
う
と
い
う
こ
と
が
日
本
人
の
求
め
て
い
る
も
の
を
何
か
漠

然
と
し
た
あ
や
ふ
や
な
も
の
に
艇
め
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
、
東
ア

ジ
ア
の
芸
術
と
文
芸
の
本
質
的
な
も
の
を
言
い
表
そ
う
と
試
み
る
に

あ
た
り
、
そ
の
「
こ
と
ば
」
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
」
か
ら
調

達
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
言
い
表
そ
う
と
す
る
こ
と
を
言
い
表
す
可

能
性
を
た
え
ず
破
壊
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
、
と
反
問
す
る
。

他
方
で
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
を
含
む
全
世
界
を
押
し
流
し
つ
つ
あ
る

「
技
術
の
世
界
の
影
響
は
皮
相
な
部
分
に
だ
け
限
ら
れ
る
」
（
３
）
の
で

は
な
い
か
、
「
そ
の
結
果
、
（
東
ア
ジ
ア
、
日
本
と
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

な
あ
り
方
と
の
真
の
出
会
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
同
化
と
温
和
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
実
は
起
こ
っ
て
い
な
い
」
（
４
）
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
質

し
て
い
る
。

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
危
倶
し
て
い
る
の
は
、
ひ
と
つ
は
、
九
鬼

を
含
む
日
本
人
研
究
者
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
概
念
や
思
考
の
あ
と
を

追
う
姿
勢
に
対
し
て
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
全
世
界
を
押
し
流

し
つ
つ
あ
る
技
術
を
生
み
出
す
一
方
、
「
こ
と
ば
」
の
本
質
を
隠
蔽

す
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
的
な
思
考
、
す
な
わ
ち
、
科
学
・

技
術
主
義
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
異
文
化
の
間
で
の
「
共

約
（
Ⅱ
翻
訳
）
不
可
能
性
含
８
日
目
目
目
『
＆
罠
ｑ
ど
の
問
題
と
、

欧
化
主
義
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
つ
つ
あ
る
根
源
的
な
言
語
経
験
の

問
題
が
と
も
ど
も
絡
ん
で
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
形
而
上
学
的
な

思
考
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
こ
と
ば
」
の
本
質
を
そ
の

根
源
に
遡
っ
て
問
い
求
め
る
な
か
で
、
は
た
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

東
ア
ジ
ア
、
日
本
と
い
う
「
共
約
（
Ⅱ
翻
訳
）
不
可
能
に
見
え
る
異

文
化
間
の
対
話
」
そ
の
も
の
を
導
く
よ
う
な
地
平
を
切
り
拓
く
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
、
も
し
で
き
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
し
て
な

の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

和
辻
哲
郎
（
】
舅
ｃ
‐
ご
Ｓ
）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
伝
統
の
な
か

で
も
、
近
代
自
然
科
学
に
代
表
さ
れ
る
近
代
的
な
知
の
あ
り
方
に
異

を
唱
え
る
デ
ィ
ル
タ
イ
（
三
二
の
一
己
亘
三
聖
。
］
雷
】
‐
三
］
）
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
ら
の
「
解
釈
学
（
言
目
目
三
宮
四
・
日
８
○
三
房
）
」
を
、
み
ず

か
ら
の
方
法
論
的
な
枠
組
み
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

二
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学

1２ 

Hosei University Repository



こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
出
自
を
も
つ
解
釈
学
を
そ
の
ま
ま
受
容
す

る
の
で
は
な
く
、
独
自
の
観
点
か
ら
組
み
替
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学

問
の
新
し
い
可
能
性
を
切
り
拓
こ
う
と
し
て
い
る
。
和
辻
が
展
開
す

る
解
釈
学
に
つ
い
て
は
、
意
図
的
に
あ
え
て
日
本
語
に
寄
り
添
い
、

日
本
語
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
隠
れ
た
実
践
を
内
側
か
ら
読
み
解
く

こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
点
に
、
そ
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
特
徴
は
、
学
問
の
そ
な
え
る
べ
き
普
遍

性
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
日
本
語
と
い
う
特
殊
な
言
語
と
そ
こ

に
埋
め
込
ま
れ
た
同
じ
く
特
殊
な
実
践
と
に
依
存
す
る
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
大
き
な
障
害
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
一
見
問
題
あ
り
と
見
な
さ
れ
う
る
独
自
の
解
釈
学
に
よ
っ

て
こ
そ
、
和
辻
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
た
ち
の
解
釈
学
的
な
前
提

を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
た
ば
か
り
か
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
個
人

主
義
的
な
人
間
概
念
に
取
っ
て
代
わ
る
「
人
間
」
概
念
を
、
さ
ら
に

は
、
時
空
複
合
体
に
か
か
わ
る
「
風
土
」
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
も
言
え
る
。

こ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
（
な
か
で
も
、
日
本
）
の

哲
学
に
つ
い
て
、
相
互
に
批
判
的
な
理
解
が
、
特
殊
な
諸
言
語
に
取

っ
て
代
わ
る
架
橋
的
な
理
論
と
い
う
形
式
に
お
い
て
で
は
な
く
、
特

殊
な
諸
言
語
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
諸
実
践
間
の
対
比
に
お
い
て
、

い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
改
め
て
提
起
さ
れ
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
点
を
、
和
辻
哲
郎
の
哲
学
に
即
し
て
検
討

す
る
。

和
辻
の
解
釈
学
理
論
の
独
創
性
は
、
そ
れ
を
倫
理
学
お
よ
び
風
土

論
と
し
て
定
式
化
し
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

彼
の
倫
理
学
を
取
り
上
げ
る
。

和
辻
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
（
の
①
冒
目
□
Ｎ
四
〔
）
』
を

出
版
年
の
一
九
二
七
年
、
ド
イ
ツ
留
学
中
に
読
ん
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
解
釈
学
を
歴
史
学
や
人
文
学
の
方

法
論
と
し
て
で
は
な
く
、
「
現
存
在
ｅ
厨
の
旨
）
」
の
「
存
在
」
を
解

釈
す
る
存
在
論
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、

解
釈
学
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
解
釈
の
技
術
に
関
す
る
方
法
論
で

は
な
く
、
解
釈
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
さ
い
、
解

釈
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
確
立
さ
れ
た
方
法
も
し
く
は
原
理
を
探
究
の

対
象
に
外
側
か
ら
適
用
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
探
究
対
象
の
内
在
的

な
構
造
を
そ
の
内
側
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
か

ぎ
り
解
釈
学
と
は
哲
学
的
解
釈
学
な
の
で
あ
る
。

和
辻
は
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
を
受
け
容
れ
る
が
、

そ
の
一
方
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
共
存
在

（
他
者
と
共
に
在
る
こ
と
［
三
房
①
且
）
」
の
本
来
的
あ
り
方
を
解
明

し
て
い
な
い
こ
と
を
強
く
論
難
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
十

全
な
意
味
で
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
本
来
的
な
自
己
」
、
す

な
わ
ち
独
自
の
個
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
『
存

三
和
辻
哲
郎
の
倫
理
学
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在
と
時
間
』
七
四
節
で
は
、
現
存
在
に
と
っ
て
不
可
避
的
な
「
歴
史

性
」
が
「
運
命
」
と
し
て
「
共
存
在
」
の
あ
り
方
に
即
し
て
解
釈
さ

れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
来

的
な
歴
史
性
を
、
決
然
と
し
た
死
へ
の
存
在
、
個
人
だ
け
が
そ
れ
で

あ
り
う
る
存
在
の
仕
方
に
繋
げ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
向
か
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
和
辻
は
、
解
釈
学
を
人
間
存
在
の
内
在
的
な
あ

り
方
を
理
解
す
る
一
種
の
自
己
解
釈
と
し
て
受
け
止
め
る
。
そ
の
さ

い
、
人
間
存
在
の
概
念
を
再
定
義
す
る
に
当
た
り
、
日
本
語
と
い
う

特
殊
な
言
語
と
、
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
た
同
じ
く
特
殊
な
実
践
と
に

依
拠
す
る
。
ま
ず
は
、
「
人
間
（
に
ん
げ
ん
［
言
己
目
ヶ
凰
信
］
）
」
を

「
人
間
（
じ
ん
か
ん
［
＆
①
言
の
ｓ
の
『
印
・
目
］
・
『
旨
念
昌
巨
己
目
］
）
」
と
読
み

替
え
る
。
そ
し
て
、
「
人
間
（
じ
ん
か
ん
ど
の
時
間
的
含
意
か
ら
空

間
的
含
意
へ
と
強
調
点
を
移
し
、
「
世
の
中
」
、
「
ひ
と
」
と
い
う
日

本
語
の
用
法
を
活
用
す
る
。
そ
の
さ
い
、
前
者
（
Ⅱ
「
世
の
中
」
）
が

公
共
世
界
を
、
後
者
（
Ⅱ
「
ひ
と
」
）
が
個
人
を
意
味
す
る
。
そ
し

て
、
「
人
間
（
じ
ん
か
ん
）
」
は
公
共
世
界
と
個
人
と
の
具
体
的
な
統

一
を
表
現
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
、
と
再
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「
ひ
と
」
は
そ
の
た
ん
な
る
抽
象
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

和
辻
の
倫
理
学
の
概
念
は
、
実
践
的
な
言
語
に
お
け
る
、
秘
匿
さ

れ
た
り
忘
れ
去
ら
れ
た
り
し
た
意
味
を
読
み
解
く
、
解
釈
学
的
方

法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
倫
理
学
の
「
倫
理
」
と
は
、

「
人
間
の
共
同
的
存
在
を
そ
れ
と
し
て
あ
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
秩
序
、

道
」
（
５
）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
す
で
に
一
定
の
「
行
為
的
連
関
の
仕
方
」

と
し
て
「
有
る
」
と
と
も
に
、
ま
た
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
当
為
」
で

も
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
学
」
、
「
学
ぶ
［
宮
目
］
」
と
は
、
も

と
も
と
「
ま
ね
ぶ
［
三
一
・
三
］
こ
と
」
、
「
模
倣
す
る
［
８
三
］
こ
と
」

で
あ
っ
て
、
他
人
と
の
間
に
行
わ
れ
る
相
互
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を

通
じ
て
「
考
え
方
を
習
得
し
て
自
ら
考
え
得
る
に
至
る
こ
と
で
あ

る
」
（
６
）
、
と
さ
れ
る
。

和
辻
が
解
釈
学
的
方
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
「
人
間

（
じ
ん
か
ん
）
」
が
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
・
全
体
的
な
も
の
と
の

「
あ
い
だ
［
冨
菖
の
ｇ
］
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

よ
り
抽
象
的
な
も
の
と
さ
れ
る
二
つ
の
項
（
個
人
的
な
も
の
と
社
会

的
・
全
体
的
な
も
の
）
の
「
生
け
る
動
的
な
間
（
あ
い
だ
と
に
具
体

的
実
在
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
流
動
的
な
中
間
は
、

「
空
（
く
う
［
口
目
の
三
匂
］
）
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
空
」
と
い
う
「
否
定
性
」
こ
そ
、
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
・

全
体
的
な
も
の
と
の
真
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
受
け
継
い
だ
「
表
現
［
の
吾
『
＠
重
・
ニ

レ
目
＆
目
鼻
］
」
理
論
は
、
和
辻
が
個
人
と
社
会
の
関
係
を
考
え
る
上
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
和
辻
は
、
次
の
二
つ
の

理
由
で
デ
ィ
ル
タ
イ
を
批
判
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ

が
、
「
生
」
を
「
人
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
現
実
」
と
し
て
力
説
し
な

が
ら
、
そ
れ
を
「
自
他
の
分
裂
や
合
一
を
含
む
主
体
的
な
間
柄
」
と

し
て
把
捉
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
社
会
は
彼

に
と
っ
て
結
局
外
的
組
織
で
あ
り
、
従
っ
て
対
象
的
な
社
会
で
あ
っ
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て
主
体
的
人
間
存
在
で
は
な
い
」
（
７
）
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
デ
ィ
ル
タ

イ
の
「
生
」
が
個
人
的
体
験
を
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
た
生
に
す

ぎ
ず
、
そ
の
意
味
で
、
「
生
」
や
「
体
験
」
の
概
念
が
個
人
主
義
的
で

し
か
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
論
で
は
、
「
体
験
」

は
個
人
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
共
同
存
在
と
正
反
対
の
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
表
現
は
共
同
存
在
を

獲
得
す
る
。
こ
の
逆
説
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
、
和

辻
は
デ
ィ
ル
タ
イ
理
論
の
難
点
を
嗅
ぎ
つ
け
る
の
で
あ
る
。

和
辻
に
お
い
て
、
倫
理
学
の
対
象
は
「
主
体
的
人
間
存
在
」
の
「
表

現
」
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
、
和
辻
の
用
語

の
定
義
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
そ
れ
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、

「
主
体
（
旨
互
の
臼
）
」
と
は
、
個
人
の
こ
と
で
は
な
く
、
一
種
の
関
係
、

つ
ま
り
、
「
実
践
的
行
為
的
連
関
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
表

現
」
と
は
、
作
者
や
行
為
者
の
自
己
表
現
、
自
己
客
体
化
で
あ
る
と

い
う
よ
り
は
、
こ
れ
ら
の
「
実
践
的
行
為
連
関
」
の
客
体
化
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
表
現
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
可
能
な

の
は
、
す
な
わ
ち
、
「
体
験
」
が
個
人
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
共
同

存
在
と
正
反
対
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
表
現
は
共
同
存
在
を

獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
和
辻
に
言
わ
せ
れ
ば
、
私

た
ち
が
あ
ら
か
じ
め
「
実
践
的
行
為
的
連
関
」
、
す
な
わ
ち
「
間
柄
」

の
う
ち
に
生
き
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

和
辻
は
「
世
界
」
の
解
釈
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
倣
う
。
し
か
し
、
そ

こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
現
存
在
」
を
「
世
界
内
存
在
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
新

語
を
和
辻
は
「
世
間
」
や
「
世
の
中
」
と
い
う
日
常
語
に
翻
訳
す
る
。

和
辻
に
と
っ
て
、
「
世
間
」
や
「
世
の
中
」
と
い
う
用
語
は
、
社
会
全

体
、
公
共
的
な
も
の
と
い
う
意
味
で
の
世
界
を
表
示
し
て
い
る
。
そ

の
さ
い
、
「
世
間
」
は
、
個
人
的
な
主
体
を
超
え
る
共
同
的
な
主
体
と

し
て
機
能
し
う
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
「
世
間
」
は
諸
個

人
を
超
え
て
諸
個
人
に
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
「
人
間
（
じ
ん
か
ん
と
を
構
成
す
る
「
間
（
あ
い
だ

［
冨
三
①
ｇ
］
）
」
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
世
間
」
は
人

間
的
な
も
の
と
非
人
間
的
な
も
の
（
Ⅱ
客
観
的
自
然
）
と
を
裁
然
と

画
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
和
辻
は
、
「
世
間
」
を
「
ひ
と
」
の
「
あ
い

だ
」
に
広
が
っ
た
「
空
間
」
と
解
釈
す
る
が
、
個
人
が
「
人
間
（
じ

ん
か
ん
）
」
と
し
て
の
私
た
ち
の
現
実
の
あ
り
方
か
ら
の
抽
象
で
あ
る

よ
う
に
、
「
人
間
」
か
ら
独
立
の
客
観
的
自
然
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う

な
世
界
も
ま
た
抽
象
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
和
辻
に
と
っ
て
、
世
界
は
、

諸
個
人
の
社
会
的
実
践
か
ら
な
る
構
成
物
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
「
世
間
」
と
い
う
世
界
は
、
私
た
ち
を
構
成
す
る
相
互

行
為
の
現
実
的
空
間
も
し
く
は
「
間
（
ま
［
三
の
。
堅
］
）
」
と
見
な
さ

れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ド
イ
ツ
語
の
「
ミ
ニ
」
の
ひ
と
つ
の
意
味
を
選
び

取
る
。
そ
れ
は
そ
の
う
ち
で
現
存
在
が
生
活
す
る
「
世
界
」
を
意
味

す
る
。
そ
し
て
、
公
共
性
と
ひ
と
の
環
境
を
含
意
す
る
。
和
辻
は
、

「
世
界
」
よ
り
も
「
世
間
」
と
い
う
単
語
を
選
び
取
り
、
そ
の
通
常
の
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意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
。
と
こ
ろ
で
、
和
辻

は
「
世
間
」
を
人
間
の
本
来
的
な
社
会
性
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き

た
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
存
在
」
の
本
来
的
な
存
在
の

仕
方
は
「
唯
一
の
自
己
」
、
す
な
わ
ち
個
人
で
あ
る
こ
と
に
制
限
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
社
会
的
存
在
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意

味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
社
会
的
な
全
体
が

い
か
に
強
力
な
行
為
者
で
あ
り
う
る
か
を
見
誤
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
の
が
、
和
辻
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
の
要
点
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
和
辻
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と

時
間
』
の
倫
理
学
的
な
問
題
点
を
指
摘
し
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
和
辻
の
倫
理
学
理
論
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
た
し
か
に
、
和
辻
の
選
択
肢
は
、
共
同
的
、
社
会
的
存
在
の
本

来
的
な
あ
り
方
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
共
同
的
、
社
会
的
存

在
の
本
来
的
な
あ
り
方
は
、
個
人
的
意
思
と
集
合
的
意
思
の
相
互
的

否
定
を
含
意
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
先
ほ
ど
言
及
し
た
「
空
」
は

こ
う
し
た
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
倫
理

学
理
論
で
は
個
人
の
自
己
否
定
が
集
合
的
全
体
の
自
己
否
定
に
よ
っ

て
必
ず
し
も
補
わ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
和
辻
は
、
す
べ
て
の
権

威
を
国
家
に
置
く
危
険
性
よ
り
も
、
個
人
に
優
位
を
置
く
危
険
性
に

よ
り
多
く
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
和
辻
の

「
国
家
（
口
昌
・
〒
⑫
重
の
）
」
を
基
盤
と
す
る
国
家
主
義
も
し
く
は
全
体

主
義
へ
の
傾
斜
と
い
う
危
険
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
も

思
わ
れ
る
。

続
い
て
、
和
辻
の
『
風
土
』
を
取
り
上
げ
る
。
和
辻
の
「
風
土
」

概
念
は
、
文
化
と
自
然
と
の
伝
統
的
な
区
別
を
掘
り
崩
す
概
念
で
あ

る
と
い
う
点
で
注
目
に
値
す
る
。

そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
人
間
存
在
の
空
間
性
を
ほ
と
ん
ど
無
視

し
て
時
間
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
提

出
さ
れ
る
。
「
風
土
」
は
、
空
間
性
を
基
盤
と
す
る
が
、
近
代
自
然
科

学
が
前
提
と
す
る
純
粋
空
間
の
も
と
に
構
想
さ
れ
る
、
容
れ
物
と
し

て
の
自
然
環
境
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
坂
部
恵
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
「
風
土
」
と
は
、
内
と
外
と
の
区
別
が
判
然
と
し
な
い

基
層
的
な
経
験
に
お
い
て
「
生
き
ら
れ
る
空
間
」
で
あ
っ
て
、
時
間

や
歴
史
の
重
層
を
も
そ
の
う
ち
に
含
み
込
ん
だ
「
時
空
複
合
体
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
（
９
）
。
個
人
の
身
体
が
た
ん
な
る
物
体
で
は
な
く
、

他
者
や
物
と
の
実
践
的
・
行
為
的
な
連
関
の
主
体
的
な
表
現
で
あ
る

よ
う
に
、
私
た
ち
の
身
体
と
し
て
生
き
ら
れ
る
「
風
士
」
も
、
「
間
柄
」

と
し
て
の
「
人
間
存
在
」
の
人
や
物
と
の
か
か
わ
り
の
主
体
的
な
表

現
で
あ
る
。
「
風
土
」
は
、
具
体
的
に
は
、
共
同
体
の
形
成
の
仕
方
、

ま
た
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
「
人
間
（
じ
ん
か

ん
）
」
と
「
世
間
」
と
い
う
和
辻
の
観
念
に
は
、
自
己
と
他
者
の
あ
い

だ
の
適
正
な
関
係
を
、
そ
し
て
ま
た
、
他
者
性
の
重
要
さ
を
無
視
し

て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
（
８
）
。

四
和
辻
哲
郎
の
風
土
論
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意
識
の
あ
り
方
、
言
語
の
用
い
方
、
さ
ら
に
は
生
産
の
仕
方
や
家
屋

の
作
り
方
な
ど
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
「
風
土
」
の

現
象
は
「
間
柄
」
と
し
て
の
人
間
存
在
の
主
体
的
な
表
現
で
あ
る
と

同
時
に
、
そ
こ
に
住
ま
う
私
た
ち
の
「
自
己
了
解
の
仕
方
」
で
も
あ

る
。も
っ
と
も
、
「
自
己
了
解
」
と
は
言
っ
て
も
、
身
体
を
基
層
と
す
る

「
風
土
」
と
の
か
か
わ
り
の
主
体
的
な
表
現
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る

「
自
己
了
解
」
で
あ
っ
て
、
「
客
観
」
と
対
立
す
る
「
主
観
」
と
し
て

の
「
わ
れ
」
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
家
屋
の
様
式
を
例
に
採

れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
家
を
作
る
仕
方
の
固
定
し
た
も
の
」
で
あ
る
が
、

そ
の
か
ぎ
り
ま
た
、
身
体
を
基
層
と
す
る
「
風
土
」
と
の
か
か
わ
り

に
お
け
る
「
間
柄
」
と
し
て
の
人
間
存
在
の
「
自
己
了
解
」
の
表
現

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
は
、
家
屋
の
様
式
に
限
ら

ず
、
着
物
や
料
理
の
様
式
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
は
文
芸
、
美
術
、

宗
教
、
風
習
な
ど
あ
ら
ゆ
る
人
間
生
活
の
表
現
に
つ
い
て
も
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
然
環
境
と
人
間
と
の
間
に
影
響

関
係
だ
け
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
常
識
的
な
立
場
は
、
「
風
土
」
の
現

象
か
ら
人
間
存
在
あ
る
い
は
歴
史
の
契
機
を
洗
い
去
り
、
そ
れ
を
た

ん
な
る
自
然
環
境
と
の
み
見
な
そ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
和
辻
に
言

わ
せ
れ
ば
大
い
な
る
誤
解
で
あ
る
。

こ
こ
で
和
辻
が
問
題
と
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
伝
統
に

内
在
的
な
二
項
対
立
的
な
発
想
で
あ
る
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
主
体
と

客
体
、
精
神
と
身
体
、
個
人
と
全
体
、
文
化
と
自
然
の
二
項
対
立
は

原
初
的
な
関
係
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
初
的
な
関
係

の
次
元
を
、
和
辻
か
ら
着
想
を
得
て
独
自
の
風
土
学
を
展
開
し
つ
つ

あ
る
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
（
シ
信
巨
呉
冒
■
の
昌
巨
の
）
は
「
通
態
性

（
営
昌
の
三
三
の
）
」
（
１
０
）
と
呼
ん
で
い
る
。

ベ
ル
ク
の
「
通
態
性
」
と
い
う
概
念
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
伝

統
に
内
在
的
な
二
項
対
立
的
な
発
想
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
か
ぎ

り
で
、
和
辻
の
意
を
汲
み
、
そ
れ
を
体
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
れ
は
、
主
体
と
客
体
の
中
間
に
あ
っ
て
、
両
者
を
相
互
に
媒
介
し

結
び
付
け
る
「
精
気
に
満
ち
た
交
差
」
の
場
を
示
唆
し
て
い
る
。
し

か
し
、
空
間
性
よ
り
も
時
間
性
に
や
や
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
ベ
ル
ク
の

「
通
態
性
」
と
い
う
概
念
に
は
、
和
辻
と
の
批
判
的
な
距
離
が
窺
わ
れ

も
す
る
。

ベ
ル
ク
に
と
っ
て
、
「
風
土
」
と
い
う
現
実
は
、
社
会
と
そ
れ
を
取

り
巻
く
環
境
、
人
々
と
事
物
、
主
体
と
客
体
が
、
そ
の
風
土
に
固
有

の
「
お
も
む
き
（
い
の
目
）
」
に
従
っ
て
相
互
に
構
成
し
合
っ
て
き
た
長

い
歴
史
の
、
あ
る
時
点
で
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
風
土

の
研
究
に
は
こ
の
構
成
過
程
の
研
究
が
不
可
欠
と
な
る
。
し
か
し
、

ベ
ル
ク
か
ら
見
る
と
、
和
辻
の
風
土
論
は
、
時
間
性
と
空
間
性
、
歴

史
性
と
風
土
性
が
相
即
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
発
生
の
プ

ロ
セ
ス
そ
の
も
の
で
あ
る
「
通
態
化
」
を
省
み
る
こ
と
な
く
風
土
の

現
象
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
歴
史
的
な
産
物
で
あ
る

社
会
的
な
秩
序
を
自
然
の
秩
序
の
よ
う
に
見
え
さ
せ
て
し
ま
う
、
神

話
の
機
能
が
果
た
す
の
と
同
じ
効
果
を
、
そ
れ
は
狙
っ
て
い
る
か
の
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よ
』
う
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
和
辻
が
「
自
然
の
感
覚
的
な
現
れ
を
何
か
抽
象
的
な
原
理

に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
現
れ
そ
の
も
の
に
密
着
す

る
」
（
１
）
傾
向
を
強
め
て
い
る
点
に
、
ベ
ル
ク
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

実
際
、
『
風
土
』
の
本
論
に
あ
た
る
箇
所
で
は
、
歴
史
的
・
風
土
的
現

象
を
存
在
論
的
に
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
特
殊
で
具
体
的
な
「
風

土
の
型
」
を
い
わ
ば
比
較
文
化
論
的
に
展
開
し
て
い
る
節
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
こ
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
（
ｏ
・
三
田
・
国
の
、
の
二
コ
◎
‐
］
雷
］
）
の
歴

史
哲
学
の
一
元
的
な
原
理
の
展
開
と
の
対
比
に
お
い
て
、
特
殊
な
も

の
を
特
殊
な
ま
ま
に
認
め
る
文
化
多
元
論
に
道
を
拓
く
豊
か
な
可
能

性
が
認
め
ら
れ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
構
成
過
程
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
風
土
性
を
考
え
る
こ
と
は

歴
史
の
産
物
で
あ
る
風
土
を
あ
た
か
も
自
然
の
秩
序
の
よ
う
に
見
え

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
偏
向
が
、
和
辻
自
身
の
意
に

反
し
て
、
彼
の
記
述
を
自
然
に
よ
る
歴
史
や
文
化
の
決
定
論
に
傾
か

せ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
さ
ら
に
、
和
辻
は
「
特
殊
な
風
土
現

象
の
直
観
か
ら
出
発
し
て
人
間
存
在
の
特
殊
性
に
入
り
込
も
う
」
と

す
る
が
、
｜
定
の
社
会
が
そ
の
環
境
と
取
り
結
ぶ
関
係
で
は
な
く
、

彼
の
旅
の
「
直
観
的
な
印
象
」
を
「
風
土
性
の
具
体
的
地
盤
」
と
取

り
違
え
て
し
ま
っ
て
い
る
節
が
見
受
け
ら
れ
な
く
も
な
い
。
そ
の
結

果
、
カ
ン
ト
（
閂
・
尿
目
（
。
塁
‐
］
き
←
）
が
ヘ
ル
ダ
ー
（
】
．
。
。
■
⑦
己
豊

『
念
‐
］
き
〕
）
の
「
人
間
の
精
神
の
風
土
学
」
を
「
学
的
労
作
で
は
な

く
し
て
詩
人
的
想
像
の
産
物
に
類
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

Ｔ
２
）
と
批
評
し
て
い
る
こ
と
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
危
険
を
あ

え
て
承
知
の
う
え
で
挑
ん
だ
和
辻
の
『
風
土
』
に
そ
の
ま
ま
当
て
嵌

ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。

和
辻
は
、
『
倫
理
学
』
序
論
冒
頭
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
対
す
る

彼
の
批
判
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
カ
ン
ト
を
経
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
至
る
ま

で
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
観
、
つ
ま
り
「
個
人
主
義
的
人
間
観
」

を
訂
正
し
、
人
間
存
在
を
ま
さ
に
人
と
人
と
の
「
間
柄
存
在
」
と
し

て
捉
え
直
す
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
語
り
だ
さ
れ
る
和
辻
の
「
風
土
」
は
、
「
主
体
的
な
人
間
存
在
（
間

柄
存
在
）
の
表
現
と
し
て
」
、
主
客
の
明
確
な
分
離
以
前
の
基
層
的
な

体
験
に
お
い
て
、
親
密
性
、
あ
る
い
は
ま
た
敵
対
性
の
相
貌
を
お
び

て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
、
時
間
や
歴
史
の
重
層
を
も
そ
の
う
ち
に

含
み
込
ん
だ
「
生
き
ら
れ
る
時
空
複
合
体
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
。 倫
理
学
を
〈
人
間
〉
の
学
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
第

一
の
意
義
は
、
倫
理
を
単
に
個
人
意
識
の
問
題
と
す
る
近
世
の
誤

謬
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
で
あ
る
Ｔ
３
）
。

お
わ
り
に
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そ
の
さ
い
、
和
辻
は
「
日
常
直
接
の
事
実
」
と
し
て
の
「
風
土
」

に
あ
く
ま
で
も
寄
り
添
お
う
と
す
る
。
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
発
想

と
の
、
ひ
い
て
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
想
と
の
根
本
的
な
差
異
が

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ベ
ル
ク
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
構
成
過
程

を
考
え
る
こ
と
な
し
に
風
土
性
を
考
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
歴

史
の
産
物
で
あ
る
風
土
を
あ
た
か
も
自
然
の
秩
序
の
よ
う
に
見
え
さ

せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
和
辻
の
記
述
を
自

然
に
よ
る
歴
史
や
文
化
の
決
定
論
に
傾
か
せ
た
ば
か
り
か
、
自
然
の

感
覚
的
現
れ
そ
の
も
の
に
密
着
さ
せ
も
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
こ
に
次
の
よ
う
な
逆
説
（
□
自
己
貝
）
を
認

め
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ベ
ル
ク
が
批
判
し
て
い
る

「
自
然
の
感
覚
的
現
れ
を
何
か
抽
象
的
な
原
理
に
還
元
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
う
し
た
現
れ
そ
の
も
の
に
密
着
す
る
」
傾
向
（
こ
れ
を
日

本
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
）
に
認
め
ら

れ
る
よ
う
な
、
和
辻
を
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
哲
学
へ
の
批
判
を

可
能
と
し
た
当
の
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
普
遍
的
な
も
の
の
モ
デ

ル
と
さ
れ
る
欧
米
的
な
も
の
（
Ⅱ
科
学
・
技
術
主
義
）
の
特
殊
性
を

照
ら
し
出
し
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る
当
の
も
の
が
、
同
時
に
ま
た
和

辻
の
哲
学
の
限
界
を
示
し
、
そ
の
特
殊
性
・
相
対
性
を
照
ら
し
出
す

こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
和
辻
の

ョ
１
ロ
ッ
パ
哲
学
批
判
に
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
前
提
に

立
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『
倫
理
学
』
、
『
風
土
』
に
代
表
さ
れ
る

和
辻
哲
郎
の
哲
学
に
は
、
特
殊
性
を
超
え
て
普
遍
性
に
繋
が
る
可
能

性
と
特
殊
性
に
閉
塞
す
る
限
界
と
が
、
し
か
も
切
り
離
せ
な
い
か
た

ち
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
私
た
ち
は
冒
頭
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
問
題
提
起
へ
と
再
び
引
き
戻
さ
れ
る
。

人
間
存
在
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
日
本
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス

語
、
ド
イ
ツ
語
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
言
語
で
語
る
こ
と
で
あ
る
。

中
立
的
も
し
く
は
架
橋
的
概
念
を
提
供
し
う
る
よ
う
な
言
語
が
、
そ

れ
ら
特
殊
な
諸
言
語
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
と
し
て
は
、
特
殊
な
諸
言
語
を
架
橋
す
る
解

釈
で
は
な
く
、
特
殊
な
諸
言
語
間
を
横
切
る
解
釈
を
こ
そ
、
そ
し
て
、

そ
の
種
の
解
釈
に
必
要
な
特
殊
な
諸
文
化
間
の
対
比
、
比
較
を
こ
そ
、

探
究
す
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
日
本
語
の
特
殊
性
に
こ

だ
わ
っ
た
和
辻
哲
郎
の
哲
学
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
、
対
比
・
比
較

の
可
能
性
を
私
た
ち
に
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
、
私
た
・
ち
は
和
辻
哲
郎
の
哲
学
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
認
め
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
還
元
・
構
成
・
破
壊
か
ら
な
る
解
釈
学

的
方
法
に
つ
い
て
和
辻
自
身
が
解
説
し
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
、

こ
の
論
を
締
め
括
り
た
い
。

日
常
的
表
現
に
お
け
る
伝
承
的
な
る
も
の
を
そ
の
作
ら
れ
た
源

泉
に
返
し
Ｆ
批
判
的
に
掘
り
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ

に
は
恐
ら
く
ま
ず
人
間
存
在
の
特
殊
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
特
殊
性
の
自
覚
こ
そ
特
殊
性
を
超
え
る
唯
一
の
道
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
解
釈
学
的
方
法
の
歴
史
的
風
土
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（
１
）
ニ
ロ
ヨ
曰
国
の
己
の
、
、
臼
シ
Ｅ
ｍ
ｏ
旨
の
目
○
の
呂
国
ｎ
ｓ
く
。
ご
ロ
①
『
⑫
宮
Ｐ
ｓ
Ｐ

国
三
一
ｍ
ｓ
の
ロ
の
目
の
目
］
ｇ
目
の
『
臣
目
こ
の
目
①
国
田
園
、
の
ご
□
の
Ｐ
（
］
①
出
一
塁
）
・

冒
叩
一
合
、
斡
冨
、
阿
苞
阿
駒
囚
①
気
Ｑ
の
旨
ミ
冒
冒
、
ロ
胃
・
国
二
・
己
．
ご
葺
○
ユ
。
【
一
○
０

ｍ
（
の
回
目
目
．
。
ｇ
穴
昏
『
員
巴
口
三
＆
Ｐ
］
。
雷

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
対
話
』
（
手

塚
富
雄
訳
）
［
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
選
書
二
十
一
］
理
想
社
、
一
九
六

八
年

（
２
）
写

（
３
）
二

（
４
）
ヨ

的
制
約
が
打
ち
克
た
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
的
風
士

的
に
限
定
せ
ら
れ
た
表
現
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
し
か
も
直
ち
に
普

遍
的
な
人
間
存
在
の
構
造
を
解
釈
し
出
し
た
と
自
信
す
る
と
き
、

こ
の
方
法
は
歴
史
的
風
土
的
制
約
の
た
だ
中
に
陥
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
解
釈
学
的
な
破
壊
は
伝
統
を
発
掘
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
か
え
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
を
正
し
く
把
捉
し
、
ま

た
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
根
源
的
に
人
間
存
在
の
構
造
を
構
成

し
得
る
の
で
あ
る
（
１
４
）
。

注忌
己
．
ｍ
・
函
山

弓
匡
．
ｍ
・
雷

弓
己
・
Ｐ
雷

（
翻
訳
、

（
翻
訳
、

（
翻
訳
、

六
頁
）

七
頁
）

七
頁
）

（
５
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
、
第
十
巻
、
倫
理
学
、
上
』
岩
波
書
店
、
一

九
六
一
一
年
、
十
三
頁

（
６
）
同
上
、
三
一
頁

（
７
）
同
上
、
四
七
頁

（
且
湯
浅
泰
雄
『
和
辻
哲
郎
ｌ
近
代
日
本
哲
学
の
運
命
ｌ
』
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
一
一
一
四
九
～
三
五
○
頁
参
照

（
９
）
坂
部
恵
『
和
辻
哲
郎
』
岩
波
書
店
、
’
九
八
六
年
、
一
○
五
～

一
一
三
頁
参
照

（
、
）
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
グ
『
風
土
の
日
本
１
－
自
然
と
文
化
の

通
態
ｌ
』
（
篠
田
勝
英
訳
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
’
九
九
二
年
、

一
八
五
頁

、
）
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
グ
『
日
本
の
風
土
性
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
人
間
大

学
テ
ク
ス
ト
、
一
九
九
五
年
、
二
八
頁

（
塑
）
和
辻
哲
郎
『
風
土
ｌ
人
間
学
的
考
察
ｌ
』
岩
波
文
庫
、
一

九
七
九
年
、
二
八
頁

（
、
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
、
第
十
巻
、
倫
理
学
、
上
』
岩
波
書
店
、
一

九
六
二
年
、
十
一
頁

、
）
同
上
、
四
九
頁
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